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序
章　
「
随
筆
」
と
い
う
陥
穽

　
『
徒
然
草
』
を
「
随
筆
」
に
属
す
る
も
の
と
見
な
す
弊
害
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
。
そ
の
際
に
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
稲
田
利
徳
氏
の
卓
論
「
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
兼
好
の
ジ
ャ
ン
ル
意
）
1
（

識
」
を
お
い
て
あ
る

ま
い
。
氏
は
『
徒
然
草
』
を
随
筆
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
構
成
を
備
え
て
い
る
と
認
め
た
上
で
、
随
筆
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不
自

然
な
点
が
目
に
つ
く
と
し
て
、
幾
つ
か
の
違
和
感
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
兼
好
が
当
代
随
一
の
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
和
歌
に
関
す
る

言
及
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
、
自
身
の
体
験
を
記
録
的
に
記
し
た
章
段
も
非
常
に
少
な
い
こ
と
、
鎌
倉
末
期
の
政
治
情
勢
や
事
件
な
ど
に

関
す
る
話
も
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
り
、
以
上
か
ら
、
兼
好
が
「
明
確
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
有
し
、
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の

創
造
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。

　

氏
は
終
わ
り
に
、
「
結
果
的
に
「
徒
然
草
」
は
、
連
想
を
核
と
し
た
絶
妙
な
章
段
配
列
に
も
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
日
本
の
文
学
史
上
、

従
前
に
類
を
み
な
い
、
魅
力
的
な
「
随
筆
」
作
品
の
出
現
と
な
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
明
確
に
し
て
執
筆
し
た
こ
と
が
、
新
し
い
ジ
ャ

ン
ル
の
作
品
を
誕
生
さ
せ
た
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
一
貫
す
る
の
は
、
『
徒
然
草
』
と
い
う
作
品
が
、
文
学
史
上
全
く

「
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ッ
コ
つ
き
で
「
随
筆
」
と
表
記
し
た
の
も
、
そ
の
新
し

さ
を
強
調
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
既
に
「
随
筆
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
浸
透
・
定
着
し
て
い
る
中
で
、
同
様
の
執
筆
行
為
に
及
ん

だ
の
で
は
な
い
。
事
は
逆
で
、
『
徒
然
草
』
と
い
う
全
く
新
し
い
達
成
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
後
に
こ
れ
と
や
や
似
た
性
格
（
そ
れ
は
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主
に
、
雑
多
な
内
容
を
筆
に
ま
か
せ
て
書
く
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
）を
有
す
る
諸
作
品
が
、
一
括
し
て
「
随
筆
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
）
2
（

る
。

　

も
う
一
つ
稲
田
論
文
と
同
様
に
、
『
徒
然
草
』
の
文
学
史
的
な
新
し
さ
を
「
随
筆
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
と
か
ら
め
て
論
じ
て
い

る
の
が
、
三
木
紀
人
氏
の
「
徒
然
草
の
成
）
3
（

立
」
で
あ
る
。
論
文
表
題
も
示
す
通
り
、
同
論
は
『
徒
然
草
』
の
成
立
年
次
に
関
す
る
研
究
史

の
整
理
に
紙
幅
の
多
く
が
費
や
さ
れ
て
い
る
が
、
論
の
後
半
、
兼
好
の
執
筆
動
機
に
筆
が
及
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
の
有
す
る
ユ
ニ

ー
ク
さ
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
三
木
氏
は
兼
好
に
強
い
執
筆
へ
の
衝
動
が
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
「
そ
の
衝
動
と
過
不
足
な
く
つ
り
合

う
既
成
の
型
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
結
局
彼
が
実
現
す
る
の
は
「
随
筆
」
の
範
型
と
い
つ
て
も
よ
い
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
も
『
徒
然
草
』
が
そ
れ
以
前
の
文
学
史
の
中
に
類
例
を
見
な
い
「
新
し
い
」
作
品
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
「
新
し

い
」
作
品
は
、
結
果
的
に
後
代
の
我
々
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
「
随
筆
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
上
二
点
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

同
論
は
さ
ら
に
続
け
て
、
重
要
な
指
摘
に
及
ぶ
。
や
や
長
い
が
全
文
引
用
し
た
い
。

　

こ
れ
を
随
筆
と
呼
ん
で
し
ま
え
ば
話
は
簡
単
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
「
随
筆
」
と
は
、
様
式
か
ら
各
様
の
あ
り
方
で
も
つ
と
も

遠
い
作
品
群
を
便
宜
的
に
呼
ぶ
称
に
す
ぎ
ず
、
な
に
が
し
か
「
そ
の
他
」
と
い
う
の
に
似
て
い
る
。
こ
の
便
利
な
用
語
は
、
む
し
ろ
、

徒
然
草
の
形
態
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
感
ず
べ
き
驚
き
を
失
わ
せ
て
し
ま
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
っ
た
い
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
概
念
は
、
複
数
の
作
品
を
一
つ
の
括
り
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
種
の
共
通
性
が

あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
、
さ
ら
に
い
え
ば
Ａ
と
い
う
作
品
と
Ｂ
と
い
う
作
品
と
が
、
何
か
し
ら
似
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
『
徒
然
草
』
の
ジ
ャ
ン
ル
論
を
厄
介
に
し
て
い
る
の
は
、
同
時
代
や
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
作
品
を
容
易

に
は
見
出
し
難
い
点
に
あ
る
。
三
木
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
我
々
は
『
徒
然
草
』
を
「
随
筆
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
こ
れ
を
「
そ
の
他
」
と

し
て
扱
お
う
と
し
て
き
た
の
だ
。
中
世
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
説
話
で
も
軍
記
で
も
歌
書
で
も
な
い
、
「
そ
の
他
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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さ
す
が
に
「
そ
の
他
」
と
呼
ぶ
わ
け
に
も
い
か
ず
、
「
随
筆
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
押
し
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
半
ば
強
引
に
理
解
し

（
た
つ
も
り
に
な
っ
）て
き
）
4
（

た
に
過
ぎ
ま
い
。
「
随
筆
」
と
は
、
ま
さ
し
く
「
便
利
な
用
語
」
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
以
上
の
見
通
し
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
『
徒
然
草
』
を
「
随
筆
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
仮
に
こ
の
作
品
が
い
わ
ゆ
る
「
随
筆
」

に
近
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
よ
う
。
一
つ
に
は
両
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
、
『
徒
然
草
』
の
持
つ

「
新
し
さ
」
「
ユ
ニ
ー
ク
さ
」
を
、
我
々
の
認
識
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
既
存
に
無
い
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
を
作

り
出
す
と
き
に
必
ず
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
作
り
手
の
創
意
工
夫
や
葛
藤
を
忘
れ
、
本
当
に
筆
の
赴
く
ま
ま
に
書
い
た
も
の
だ
と
誤
解
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
『
徒
然
草
』
は
「
随
筆
」
で
は
な
く
何
な
の
か
と
い
う
点
が
、
改
め
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
述
べ
た
通
り
、

ジ
ャ
ン
ル
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
よ
く
似
た
作
品
を
見
つ
け
て
両
者
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
徒
然
草
』
に
お
い
て

し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
て
き
た
の
は
、
三
百
年
以
上
前
に
記
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
、
お
よ
び
百
年
以
上
前
に
記
さ
れ
た
『
方
丈
記
』
で
あ
っ

た
。
中
学
・
高
校
の
教
育
現
場
で
は
、
今
な
お
「
三
大
随
筆
」
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
の
あ
る
通
り
、
こ
れ
ら
を
『
徒
然
草
』
と
近
似
し
た
作
品
と
し
て
他
の
書
物
か
ら
切
り
離
す
見

方
は
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
で
も
『
方
丈
記
』
は
、
『
池
亭
記
』
な
ど
に
連
な
る
「
閑
居
」
を
舞
台
と
し
た

「
一
連
の
「
記
」
作
品
を
、
文
学
的
先
蹤
と
し
て
、
も
）
5
（

つ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ほ
ぼ
定
説
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
こ
れ
は
後
ほ
ど
第
一
篇
第
一
章
で
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
枕
草
子
』
は
中
世
後
期
以
降
、
し
ば
し
ば
『
徒
然
草
』
と
並

べ
ら
れ
て
把
握
さ
れ
て
き
）
6
（

た
。
だ
が
、
こ
れ
に
「
随
筆
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
定
義
が
与
え
ら
れ
る
の
は
近
世
の
国
学
者
の
出
現
ま
で
待
た

ね
ば
な
ら
）
7
（

ず
、
『
枕
草
子
』
に
し
て
も
『
方
丈
記
』
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
「
随
筆
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
畢
竟
、
一
見
よ
く
似
た
作
品
を

す
ぐ
に
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
が
た
め
、
「
そ
の
他
」
と
い
う
括
り
に
放
り
込
ん
だ
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
な
お
「
随
筆
」
と
い
う
同
一
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
収
め
る
以
上
、
『
徒
然
草
』
と
こ
れ
ら
二
作
品
と
の
共
通
性

を
論
じ
る
こ
と
は
、
研
究
史
上
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
『
方
丈
記
』
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
両
者
に
通
底
す
る
（
と
想
定
さ
れ
た
）「
隠
者
文

学
」
「
無
常
観
」
な
る
も
の
の
検
討
が
盛
ん
に
な
さ
れ
、
そ
れ
は
一
時
期
、
中
世
文
学
の
本
質
を
語
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
以
下
に
あ
げ
た
よ
う
な
文
章
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

中
世
文
学
会
が
創
設
さ
れ
た
の
は
こ
う
し
た
研
究
史
的
状
況
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
初
期
に
は
中
世
文
学
の
特
質
や
上
下
限
な
ど

が
し
ば
し
ば
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
講
演
や
討
論
会
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）の
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
…
…
や
や
乱
暴
に
言
え
ば
、
「
新

古
今
」
か
ら
「
徒
然
草
」
を
経
て
世
阿
弥
に
至
る
系
列
に
視
点
を
置
く
西
尾
氏
と
、
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
で
は
不
十
分
と
す
る
、
更

に
わ
れ
わ
れ
の
先
入
観
に
よ
る
増
補
も
あ
ろ
う
が
、
あ
る
時
期
に
は
軍
記
・
説
話
・
狂
言
な
ど
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
お
ら
れ
た
か

に
見
え
る
永
積
氏
と
の
見
解
の
相
違
を
、
わ
れ
わ
れ
は
半
ば
無
責
任
に
「
幽
玄
・
非
幽
玄
論
争
」
な
ど
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
っ
）
8
（

た
。

　

い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
保
た
れ
て
い
る
中
世
的
な
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
言
語
性
に
関
し
、
様
式
性
に
関
し
、
そ
の
思
惟
性

に
関
し
、
そ
の
類
同
性
に
お
い
て
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
語
文
と
し
て
生
き
の
こ
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
和
漢
混

淆
体
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
日
本
的
な
文
化
様
式
と
し
て
生
き
の
こ
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
さ
び
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ

れ
の
世
界
観
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
無
常
観
で
あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
）
9
（

う
。

　

田
中
貴
子
）
10
（

氏
が
説
く
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
頃
の
中
世
文
学
研
究
は
、
「
中
世
的
な
る
も
の
」
「
中
世
文
学
の
本
質
」
と
は
何
か
を
考

究
す
る
と
い
う
明
確
な
志
向
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
か
か
る
問
い
に
対
す
る
有
力
な
解
答
候
補
が
「
無
常
観
」
で
あ
り
、
そ
の
「
無
常

観
」
を
最
も
見
事
に
表
現
し
た
（
と
思
わ
れ
た
）作
品
の
一
つ
が
『
徒
然
草
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
問
的
思
潮
の
中
で
、
『
徒
然
草
』

は
研
究
対
象
と
し
て
「
特
権
化
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
特
権
化
」
と
い
う
表
現
が
強
す
ぎ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
過
剰
に
期
待
さ
れ
て
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い
た
」
と
言
い
換
え
て
も
構
わ
な
い
。
こ
の
時
期
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
の
両
誌
は
、
ほ
ぼ
毎
年

何
か
し
ら
の
形
で
、
『
徒
然
草
』
あ
る
い
は
「
無
常
観
」
「
隠
者
文
学
」
に
関
す
る
特
集
を
用
意
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
中
世
文
学
研
究
の
質
的
・
量
的
な
進
化
変
容
の
過
程
で
、
「
無
常
観
」
を
論
じ
る
研
究
は
急
速
に
減
少
し
て
い
く
。
そ
し
て

『
徒
然
草
』
も
、
「
中
世
」
さ
ら
に
は
「
文
学
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
近
年
の
研
究
史
の
潮
流
の
中
、
そ
の
本
質
を
問

い
直
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
『
徒
然
草
』
は
随
筆
で
な
い
な
ら
、
で
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
、
十
分
に

論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
今
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
両
者
の
間
に
深
い
つ
な
が
り
を
認
め
る
方
向
で
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
。
と
り
わ

け
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
両
者
の
序
跋
文
の
近
似
で
あ
る
。

　

こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
む
と
す
る
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き
あ
つ
め
た
る

を
、
あ
い
な
う
人
の
た
め
に
便
な
き
言
ひ
過
ぐ
し
も
し
つ
べ
き
所
々
も
あ
れ
ば
、
よ
う
隠
し
お
き
た
り
と
思
ひ
し
を
、
心
よ
り
ほ
か

に
こ
そ
洩
り
出
で
に
け
れ
。 

（
『
枕
草
子
』
三
巻
本
・
跋
文
）

　

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
ぐ
ら
し
硯
に
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
付
く
れ
ば
、

あ
や
し
う
こ
そ
物
狂
ほ
し
け
れ
。 

（
『
徒
然
草
』
序
段
）

右
の
如
き
表
現
の
類
似
に
加
え
、
両
者
の
形
態
的
な
近
さ
を
指
摘
し
た
『
正
徹
物
語
』
、

　

つ
れ
づ
れ
草
の
お
も
ふ
り
は
清
少
納
言
が
枕
草
子
の
様
也
。 

（
上
・
七
四
）

　

枕
草
子
は
何
の
さ
ま
と
も
な
く
書
き
た
る
物
也
。
三
冊
有
る
也
。
つ
れ
づ
れ
草
は
枕
草
子
を
つ
ぎ
て
書
き
た
る
物
也
。



6

序章　「随筆」という陥穽

 

（
下
・
二
二
）

等
を
根
拠
に
、
『
徒
然
草
』
は
『
枕
草
子
』
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
作
品
、
随
筆
文
学
の
史
的
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
い
う
認
識
が

定
着
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
三
百
年
余
の
時
間
的
懸
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
前
掲
の
序
跋
の
類
似

に
し
て
も
、
荒
木
浩
）
11
（

氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
『
龍
鳴
抄
』
や
『
雑
秘
別
録
』
、
『
阿
仏
の
文
』
な
ど
、
そ
れ
に
近
し
い
序
跋
を
有
す
る

作
品
を
他
に
幾
つ
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
の
み
の
近
似
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
た
っ
た
二
つ
の
作
品
を
以
て
一

つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
、
史
的
系
譜
な
ど
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
本
書
で
は
、
如
上
の
研
究
状
況
に
鑑
み
、

従
来
『
枕
草
子
』
と
の
類
似
性
に
ば
か
り
関
心
が
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
『
徒
然
草
』
を
、
中
世
文
学
史
の
史
的
な
動
態
の
中
に
位
置
付
け

直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

随
筆
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
『
徒
然
草
』
は
、
中
世
文
学
史
の
史
的
動
態
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
存
在
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
徒
然
草
』
の
み
が
特
殊
な
達
成
を
果
た
し
た
傑
作
だ
と
認
識
す
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
本
質
を
見
誤
ら
せ
る
も
の

で
し
か
あ
る
ま
い
。
前
述
し
た
「
新
し
さ
」
「
ユ
ニ
ー
ク
さ
」
も
、
突
然
一
人
の
天
才
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
い

文
学
史
的
な
蓄
積
が
、
こ
の
時
代
に
必
然
的
に
湧
出
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
随
筆
で
は
な
く
何
で
あ
る
の
か
と
い
う

点
を
、
同
時
代
の
様
々
な
文
学
作
品
（
そ
の
範
囲
は
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
）と
の
関
係
の
中
で
、
不
断
に
問
い
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
以
下
本
書
中
で
は
、
『
龍
鳴
抄
』
な
ど
の
芸
道
の
書
、
『
阿
仏
の
文
』
な
ど
の
消
息
に
近
い
テ
ク
ス
ト
、
『
源
氏
物
語
』
や

そ
れ
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
中
世
王
朝
物
語
、
語
り
の
場
を
仮
構
し
た
『
大
鏡
』
や
『
無
名
草
子
』
等
々
、
多
く
の
作
品

を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
『
徒
然
草
』
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
、
『
徒
然
草
』
と
い
う
厄
介
な
存
）
12
（

在
に
近
づ
く
こ
と
を
目
指
す
。

　

も
う
一
度
だ
け
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。
随
筆
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
は
、
た
め
に
『
徒
然
草
』
を
兼
好
と
い
う
一
個
人
の
思
想
が
表
出
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さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
、
読
み
手
の
間
に
植
え
つ
け
て
し
ま
っ
た
憾
み
が
あ
る
。
な
ま
じ
、
兼
好
と
い
う
執
筆
者
の
存
在
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
加
わ
っ
て
、
ま
る
で
近
現
代
の
随
筆
の
よ
う
に
、
筆
者
が
自
由
に
筆
を
揮
っ
て
そ
の
思
想
・
心
情
を
開
陳

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
以
降
と
異
な
り
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
が
未
分
化
な
時
代
に
お
い
て
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
執
筆
行
為
が
可
能
で
あ
っ
た
か
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

そ
も
そ
も
、
筆
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
記
し
た
と
し
て
、
内
容
・
文
体
と
も
に
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ

れ
以
前
に
、
筆
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
記
す
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
営
み
な
の
か
。
ジ
ャ
ン
ル
論
に
限
ら
ず
従
来
『
徒
然
草
』
の
研
究
は
、

兼
好
と
い
う
歴
史
的
実
体
と
し
て
の
執
筆
者
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
だ
け
に
、
常
に
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て

き
た
。
だ
が
そ
れ
ら
を
い
っ
た
ん
取
り
外
し
、
『
徒
然
草
』
の
内
容
に
文
学
史
的
な
必
然
を
認
め
る
こ
と
で
、
新
た
に
議
論
す
べ
き
こ
と

が
幾
つ
も
見
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
は
如
上
の
予
感
に
導
か
れ
て
な
さ
れ
た
、
同
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
新
た
な
読
み
の
試

み
で
あ
る
。

（
1
）　
『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
平
成
八
年
一
一
月
号
、
後
に
『
徒
然
草
論
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
）に
収
載
。

（
2
）　

そ
れ
に
伴
い
『
徒
然
草
』
を
「
随
筆
」（
の
祖
）と
見
な
す
認
識
も
定
着
し
て
い
く
。
近
世
・
近
代
に
か
け
て
の
如
上
の
経
緯
に
関
し
て
は
、

朝
木
敏
子
「
徒
然
草
の
近
代
　―

　

文
学
史
記
述
を
め
ぐ
っ
て
　―
　

」（
糸
井
通
浩
編
『
日
本
古
典
随
筆
の
研
究
と
資
料
』
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究

叢
書
19
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
九
年
三
月
）等
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）　
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
五
年
三
月
号

（
4
）　

稲
田
利
徳
「
随
筆
文
学
研
究
の
軌
跡
と
展
望
　―

　

『
方
丈
記
』
『
徒
然
草
』
研
究
の
争
点
を
中
心
に
　―

　

」（
中
世
文
学
会
編
『
中
世
文
学
研

究
の
三
十
年
』
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
）も
、
「
む
し
ろ
、
確
固
た
る
ジ
ャ
ン
ル
論
の
な
り
た
つ
も
の
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
を
、
随
筆
文
学
と
い
う
枠

で
括
ろ
う
と
す
る
傾
向
さ
え
も
窺
え
る
」
と
指
摘
す
る
。
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（
5
）　

下
西
善
三
郎
「
『
方
丈
記
』
論
　―

　

『
池
亭
記
』
取
り
を
軸
と
し
て
　―

　

」（
『
国
語
国
文
』
平
成
四
年
二
月
号
、
後
に
『
西
行
長
明
受
容
と

生
成
』〈
勉
誠
出
版
、
平
成
一
七
年
一
二
月
〉に
収
載
）
。
こ
の
他
、
島
津
忠
夫
「
和
歌
・
連
歌
を
め
ぐ
る
随
筆
集
」（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成

六
年
五
月
号
）も
、
「
漢
語
と
し
て
の
「
随
筆
」
と
は
筆
に
ま
か
せ
て
何
と
な
く
書
き
留
め
て
お
く
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
構
成
な
ど
は
な
い
。

『
方
丈
記
』
は
漢
文
の
「
記
」
の
文
体
を
仮
名
文
で
書
い
た
も
の
で
、
「
方
丈
」
の
「
記
」
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
6
）　

む
し
ろ
菊
地
仁
「
随
筆
」（
『
枕
草
子
大
事
典
』
勉
誠
出
版
、
平
成
一
三
年
四
月
）が
述
べ
る
よ
う
に
「
日
本
に
お
け
る
《
随
筆
》概
念
の
成
立
と

は
、
『
枕
草
子
』
と
『
徒
然
草
』
と
を
同
じ
系
譜
に
位
置
づ
け
る
意
識
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
7
）　

津
島
知
明
「
「
随
筆
文
学
」
以
前
」（
『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
』
第
一
巻
〈
勉
誠
出
版
、
平
成
一
一
年
五
月
〉
、
後
に
『
動
態
と
し
て
の
枕

草
子
』〈
お
う
ふ
う
、
平
成
一
七
年
九
月
〉に
収
載
）な
ど
。
鈴
木
日
出
男
『
連
想
の
文
体
王
朝
文
学
史
序
説
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
四
年
一
一
月
）

も
、
「
『
枕
草
子
』
は
、
今
日
で
は
随
筆
文
学
の
代
表
作
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
に
お
い
て
は
随
筆
な
ど
と
い
う
文
学
形
態
な
ど
な
く
、
こ
れ

の
前
に
も
後
に
も
同
様
の
作
品
な
ど
は
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
8
）　

福
田
秀
一
「
中
世
文
学
研
究
と
中
世
文
学
会
　―

　

中
世
文
学
会
の
三
十
年
を
ふ
り
返
っ
て
　―

　

」（
中
世
文
学
会
編
『
中
世
文
学
研
究
の
三
十

年
』
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
）

（
9
）　

西
尾
実
「
日
本
文
芸
史
に
お
け
る
中
世
」（
『
文
学
』
昭
和
二
三
年
八
月
号
）

（
10
）　
『
中
世
幻
妖
』（
幻
戯
書
房
、
平
成
二
二
年
六
月
）
。
か
か
る
傾
向
が
学
問
的
に
見
直
さ
れ
た
今
、
そ
の
「
反
動
」
と
で
も
い
う
か
の
如
く
、
こ

れ
ら
の
研
究
は
「
流
行
」
し
て
い
な
い
。
本
文
中
に
あ
げ
た
両
誌
が
、
と
も
に
既
に
休
刊
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
流
れ
と
無
縁
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

（
11
）　
「
心
に
思
う
ま
ま
を
書
く
草
子
　―

　

徒
然
草
へ
の
途
　―

　

（
上
）
」（
『
国
語
国
文
』
平
成
元
年
一
一
月
号
、
後
に
『
徒
然
草
へ
の
途
中
世
び
と

の
心
と
こ
と
ば
』〈
勉
誠
出
版
、
平
成
二
八
年
六
月
〉に
収
載
）

（
12
）　
「
そ
も
そ
も
本
作
品
の
魅
力
と
不
幸
は
、
『
徒
然
草
』
と
い
う
歴
史
的
実
存
や
ジ
ャ
ン
ル
的
呼
称
さ
え
定
位
で
き
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
」

（
荒
木
浩
「
稲
田
利
徳
著
『
徒
然
草
論
』
」（
『
岡
山
大
学
国
語
研
究
』
平
成
二
二
年
三
月
号
）
。



第
一
篇　
『
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
の
始
発
　―

　

「
消
息
」
と
い
う
方
法
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第
一
章　
「
消
息
」
の
時
代
　―

　

中
世
文
学
史
の
な
か
の
『
徒
然
草
』

は
じ
め
に

　

つ
れ
づ
れ
草
の
お
も
ふ
り
は
清
少
納
言
が
枕
草
子
の
様
也
。 

（
上
・
七
四
）

　

枕
草
子
は
何
の
さ
ま
と
も
な
く
書
き
た
る
物
也
。
三
冊
有
る
也
。
つ
れ
づ
れ
草
は
枕
草
子
を
つ
ぎ
て
書
き
た
る
物
也
。

 

（
下
・
二
二
）

　

は
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
枕
草
子
』
と
『
徒
然
草
』
の
こ
と
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
『
正
徹
物
語
』
の
一
節
は
、

古
典
史
上
『
徒
然
草
』
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
最
も
早
い
例
と
し
て
、
つ
と
に
知
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
正
徹
は
『
徒
然
草
』
と
い
う
テ

ク
ス
ト
の
史
的
位
置
を
、
『
枕
草
子
』
に
連
な
る
も
の
と
し
て
把
握
し
た
。
「
つ
ぐ
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
両
テ
ク
ス
ト
を
一
本
の
文
学

史
的
連
続
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
正
徹
の
意
図
が
読
み
取
れ
よ
う
。
正
徹
の
把
握
が
今
な
お
支
持
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
両
テ
ク

ス
ト
が
「
随
筆
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
し
て
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
、
三
百
余
年
に
及
ぶ
時
間
的
懸
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
正
徹
以
来
の
把
握
は
、

こ
の
こ
と
を
余
り
に
軽
視
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
か
に
『
徒
然
草
』
が
、
特
に
内
容
の
雑
多
性
と
い
う
面
に
お
い
て
、
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『
枕
草
子
』
と
の
近
似
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
加
え
て
、
そ
の
執
筆
に
お
い
て
兼
好
自
身
が
『
枕
草
子
』
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
こ
と
は
、

　

言
ひ
続
く
れ
ば
、
皆
源
氏
の
物
語
、
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
古
り
に
た
れ
ど
、
同
じ
こ
と
は
今
さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。

と
い
う
第
一
九
段
の
一
節
か
ら
も
疑
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
っ
て
、
『
徒
然
草
』
の
文
学
史
的
な
位
置
付
け
を
『
枕
草
子
』

の
後
継
と
い
う
一
点
の
み
に
求
め
る
の
は
、
本
当
に
妥
当
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
あ
ま
た
の
執
筆
行
為

が
存
在
し
、
そ
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
文
学
史
的
な
動
態
こ
そ
が
、
『
徒
然
草
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
背
景
と
な
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
一
見
近
し
い
テ
ク
ス
ト
の
存
在
が
、
『
徒
然
草
』
の
史
的
背
景
を
問
う
と
い
う
学
問
的
追
求
か
ら
、

我
々
を
か
え
っ
て
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

結
果
序
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
『
徒
然
草
』
は
文
学
史
的
に
孤
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
『
徒
然
草
』
と
は
い
か

な
る
テ
ク
ス
ト
な
の
か
、
院
政
期
以
降
の
文
学
史
的
な
蓄
積
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
の
特
質
を
追
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書
は
以
上
の

問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、
『
徒
然
草
』
の
文
学
史
的
性
格
の
再
検
討
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
「
随
筆
」
と
い
う
極

め
て
曖
昧
な
ジ
ャ
ン
ル
定
義
か
ら
、
『
徒
然
草
』
を
解
放
す
る
こ
と
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

兼
好
は
誰
に
も
似
て
ゐ
な
い
。
よ
く
引
合
ひ
に
出
さ
れ
る
長
明
な
ぞ
に
は
一
番
似
て
ゐ
な
い
。
彼
は
、
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
が
や
つ
た

事
を
や
つ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
が
生
れ
る
二
百
年
も
前
に
。
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
よ
り
遥
か
に
鋭
敏
に
簡
明
に
正
確
に
。
文
章

も
比
類
の
な
い
名
文
で
あ
つ
て
、
よ
く
言
は
れ
る
枕
草
子
と
の
類
似
な
ぞ
も
ほ
ん
の
見
掛
け
だ
け
の
事
で
、
あ
の
正
確
な
鋭
利
な
文

体
は
稀
有
の
も
の
）
1
（

だ
。
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一

　

で
は
、
『
徒
然
草
』
は
い
っ
た
い
何
に
似
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
古
典
テ
ク
ス
ト
を
ひ
も
と
い
て
み
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
雑
多

な
内
容
と
多
様
な
文
体
を
持
つ
も
の
は
見
あ
た
る
ま
い
。
正
徹
以
降
、
『
枕
草
子
』
と
の
近
似
性
ば
か
り
が
語
ら
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
内
容
と
文
体
の
多
様
性
は
、
『
徒
然
草
』
の
全
編
を
通
じ
て
等
し
く
現
れ
る
も
の
で
は
、
実
は
な
い
。
序
段
か
ら
第
三

十
数
段
辺
り
ま
で
は
、
文
体
・
内
容
と
も
に
同
質
の
部
分
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
そ
の
文
体
に
着
目
す
れ
ば
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
ぞ
」
「
こ
そ
」
な
ど
の
係
助
詞
が
頻
出
し
、
「
い
み
じ
」
「
あ
は

れ
」
な
ど
の
形
容
詞
・
形
容
動
詞
を
係
結
び
で
結
ぶ
形
が
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
）
2
（

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

　

い
で
や
、
こ
の
世
に
生
れ
出
で
ば
、
願
は
し
か
る
べ
き
こ
と
こ
そ
多
か
め
れ
。 

（
第
一
段
）

　

世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。 

（
第
七
段
）

　

い
づ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
立
ち
た
る
こ
そ
、
目
覚
む
る
心
地
す
れ
。 

（
第
一
五
段
）

　

神
楽
こ
そ
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
。 

（
第
一
六
段
）

　

お
り
ふ
し
の
移
り
変
る
こ
そ
、
物
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
。 

（
第
一
九
段
）
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な
ど
の
如
く
、
各
段
の
冒
頭
の
一
文
に
目
立
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
後
の
章
段
に
散
見
す
る
よ
う
な
硬
質
な
漢
文
体
や
王
朝

物
語
的
な
文
体
な
ど
は
、
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
序
段
か
ら
三
十
数
段
ま
で
の
一
群
が
、
『
徒
然
草
』
全
体
と
は
異
な
っ
た

性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
一
群
は
、
は
や
く
西
尾
実
氏
が
指
摘
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
徒
然
草
第
一
部
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
徒
然
草
』
は
、

「
第
三
十
段
あ
た
り
ま
で
」
と
「
第
三
十
一
段
以
後
」
と
で
は
そ
の
無
常
観
に
「
推
移
、
い
わ
ば
詠
嘆
的
無
常
観
か
ら
自
覚
的
無
常
観
へ

と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
認
）
3
（

識
で
あ
り
、
成
立
論
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
『
徒
然
草
』
研
究
に
お
け
る
中
心
的
な
課
題
の

一
つ
で
あ
っ
）
4
（

た
。

　

こ
の
「
第
一
部
」
論
の
詳
細
や
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
か
ら
は
外
れ
る
た
め
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し

な
い
。
確
か
に
、
西
尾
氏
の
指
摘
は
直
観
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
右
に
見
た
文
体
特
性
の
偏
り
や
、
稲
田
利
徳
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
「
説
話
的
章
段
や
有
職
故
実
的
章
段
を
盛
り
込
む
意
図
は
な
か
っ
）
5
（

た
」
と
思
わ
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
「
第
一
部
」
を
『
徒
然
草
』
に
お

い
て
特
殊
な
性
格
を
有
す
る
一
群
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
妥
当
で
あ
る
と
稿
者
も
考
え
て
い
る
。

　

で
は
こ
の
「
第
一
部
」
は
、
い
か
な
る
文
学
史
的
位
置
付
け
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
第
一
部
」
を
中
世
の
文
学

史
的
な
動
態
の
中
で
論
じ
よ
う
と
し
た
試
み
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
逐
段
執
筆
を
前
提
と
す
れ
ば
、
「
第
一
部
」
は
い
わ
ば

「
原
徒
然
）
6
（

草
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
る
。
何
と
も
「
似
て
ゐ
な
い
」
『
徒
然
草
』
全
体
と
は
異
な
り
、
こ
の
部
分
の
み
で
あ
れ
ば
、
共

通
す
る
性
格
を
有
す
る
他
の
テ
ク
ス
ト
を
指
摘
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
こ
で
「
第
一
部
」
の
内
容
面
に
目
を
転
じ
よ
う
。
文
体
面
と
同
様
に
内
容
・
構
成
の
面
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
群
に
は
際
立
っ
た
特

徴
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
章
段
に
お
い
て
、
ま
ず
テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
、
続
い
て
そ
れ
に
対
す
る
兼
好
の
意
見
・
感
想
が
述

べ
ら
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
第
一
段
は
、
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人
は
、
か
た
ち
有
様
の
す
ぐ
れ
、
め
で
た
か
ら
む
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
兼
好
の
考
え
る
人
と
し
て
の
理
想
が
説
か
れ
て
い
る
。
第
二
段
で
も

　

い
に
し
へ
の
聖
の
御
世
の
ま
つ
り
ご
と
を
も
忘
れ
、
民
の
愁
へ
、
国
の
損
な
は
る
る
も
知
ら
ず
、
よ
ろ
づ
に
き
よ
ら
を
尽
し
て
い

み
じ
と
思
ひ
、
所
せ
き
さ
ま
し
た
る
人
こ
そ
、
う
た
て
思
ふ
所
な
く
見
ゆ
れ
。

と
あ
り
、
好
ま
し
く
な
い
為
政
者
像
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
段
の
主
題
は
「
色
好
み
」
、
第
四
段
は
「
後
世
」
、
第
五
段
「
遁

世
」
、
第
六
段
「
子
孫
」
と
、
語
ら
れ
る
対
象
こ
そ
様
々
だ
が
、
兼
好
の
主
観
的
見
解
が
、
ほ
ぼ
同
じ
テ
ン
ポ
で
記
さ
れ
て
い
く
点
は
変

わ
り
な
い
の
で
あ
る
。

　

安
良
岡
康
作
氏
が
「
自
己
の
感
想
・
感
動
を
素
直
に
、
ま
た
は
卒
直
に
表
現
し
て
い
）
7
（

る
」
と
指
摘
し
た
如
く
、
自
ら
が
掲
げ
た
主
題
に

対
し
て
、
逐
一
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
前
述
の
係
結
び
の
多
用
も
、
如
上
の
内
容
的
特
性

と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
文
体
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
第
一
部
」
の
特
徴
を
、
朝
木
敏
子
氏
は
「
物
定
め
」
と
い
う
用
語
で
把
握
し
、
『
無
名
草
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
言

談
の
場
」
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
）
8
（

る
。
い
わ
く
、
こ
の
よ
う
な
議
論
・
評
論
の
展
開
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
雨
夜
の
品
定
め
以
来
の

も
の
で
あ
り
、
『
宝
物
集
』
や
『
無
名
草
子
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
一
連
の
「
場
の
物
）
9
（

語
」
と
も
共
通
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
こ
の
一
群
は
「
語
る
よ
う
に
」
書
か
れ
て
い
る
。
「
第
一
部
」
の
文
学
史
的
特
性
に
言
及
し
た
卓
見
で
あ
り
、
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　

実
際
、
女
房
日
記
や
物
語
な
ど
を
ひ
も
と
く
と
、
穏
や
か
な
日
常
を
描
い
た
場
面
に
、
第
一
段
の
如
き
発
言
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
め
や
か
な
る
夕
暮
に
、
宰
相
の
君
と
二
人
、
物
語
し
て
ゐ
た
る
に
、
殿
の
三
位
の
君
、
簾
の
つ
ま
引
き
あ
け
て
、
ゐ
た
ま
ふ
。

年
の
ほ
ど
よ
り
は
い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま
し
て
、
「
人
は
な
ほ
、
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
な
め
れ
」
な
ど
、
世
の
物
語
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し
め
じ
め
と
し
て
お
は
す
る
け
は
ひ
、
を
さ
な
し
と
人
の
あ
な
づ
り
き
こ
ゆ
る
こ
そ
悪
し
け
れ
と
、
恥
づ
か
し
げ
に
見
ゆ
。

『
紫
式
部
日
記
』
冒
頭
近
く
の
一
節
で
あ
る
。
式
部
は
同
僚
の
「
宰
相
の
君
」
と
「
し
め
や
か
」
に
「
物
語
」
を
し
て
い
た
。
そ
こ
に
加

わ
っ
た
頼
通
に
よ
る
「
人
は
な
ほ
」
の
言
は
、
『
徒
然
草
』
第
一
段
と
明
ら
か
に
近
似
し
て
い
よ
）
10
（

う
。

　

あ
る
い
は
朝
木
氏
の
指
摘
す
る
、
か
の
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
左
馬
頭
の
語
る
女
性
論
、

　

つ
れ
づ
れ
と
降
り
暮
ら
し
て
、
し
め
や
か
な
る
宵
の
雨
に
、
殿
上
に
も
を
さ
を
さ
人
少
な
に
、
御
宿
直
所
も
例
よ
り
は
の
ど
や
か

な
る
心
地
す
る
に
…
…
た
だ
ひ
と
へ
に
も
の
ま
め
や
か
に
静
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
む
よ
る
べ
を
ぞ
、
つ
ひ
の
頼
み
ど
こ
ろ
に

は
思
ひ
お
く
べ
か
り
け
る
。
あ
ま
り
の
ゆ
ゑ
、
よ
し
、
心
ば
せ
う
ち
添
へ
た
ら
む
を
ば
よ
ろ
こ
び
に
思
ひ
、
す
こ
し
後
れ
た
る
方
あ

ら
む
を
も
あ
な
が
ち
に
求
め
加
へ
じ
。 

（
「
帚
木
」
55
、
65
）

な
ど
も
想
起
さ
れ
て
く
る
。

　

す
な
わ
ち
『
徒
然
草
』
第
一
段
の
言
説
は
、
頼
通
や
左
馬
頭
ら
の
語
り
と
近
し
い
の
で
は
な
い
か
。
左
馬
頭
た
ち
の
よ
う
に
、
極
め
て

く
つ
ろ
い
だ
状
態
で
な
さ
れ
る
日
常
の
お
喋
り
・
友
人
と
の
対
話
に
近
い
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
朝
木
氏
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
徒
然
草
』
は
語
り
の
た
め
の
「
具
体
的
な
場
の
描
写
＝
額
縁
形
）
11
（

式
」
を

持
っ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
は
や
く
序
段
に
お
い
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
兼
好
自
身
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
硯
に
向
か
ひ

て
」
「
書
き
付
」
け
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
語
る
よ
う
に
「
書
か
れ
て
い
た
」
点
を
、
看
過
す
べ
き
で
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
「
こ
う
い
う
女
性
が
理
想
だ
」
な
ど
の
如
き
、
あ
え
て
い
っ
て
し
ま
え
ば
「
戯
れ
言
」
は
、
本
来
、
書
記
行
為
と
は
最
も

遠
い
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
わ
ざ
わ
ざ
筆
を
執
る
必
然
性
が
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
「
語
る
」
こ
と
と
「
書

く
」
こ
と
の
間
に
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
表
出
行
為
と
い
う
共
通
点
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
両
者
の
表
出
行
為
に
要
す
る
労
力

は
、
決
し
て
同
値
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
論
で
は
あ
る
が
、
「
書
く
」
こ
と
は
「
語
る
」
こ
と
に
比
べ
、
相
応
の
覚
悟
と
理
由
を
必
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要
と
し
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
今
俎
上
に
載
せ
て
い
る
よ
う
な
お
喋
り
の
類
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
机
に
向
か
い
筆
を
執
る
と
い
っ
た
、
書
記

行
為
の
有
す
る
あ
ら
た
ま
っ
た
感
じ
と
は
遠
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
頼
通
た
ち
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
気
の
お
け
な
い
面
々
と
「
し
め
や
か
」
に
「
語
る
」
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
も
『
紫
式
部
日
記
』
も
、
確
か
に
ど
ち
ら
も
書
記
テ
ク
ス
ト
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
理
想
の
人
間
像

に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
上
の
登
場
人
物
同
士
が
口
頭
で
交
わ
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
し
め
や

か
」
な
語
り
の
雰
囲
気
を
描
出
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
書
記
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
執
拗
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
）
12
（

だ
。

　

で
は
、
朝
木
氏
の
言
葉
で
い
う
「
物
定
め
」
と
い
う
特
性
を
有
す
る
書
記
テ
ク
ス
ト
を
、
他
に
求
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
稿
者
は

『
阿
仏
の
文
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
消
息
に
類
す
る
テ
ク
ス
ト
（
以
下
、
本
書
で
は
「
消
息
的
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
称
す
る
）の
存
在
を
指
摘
し
た

い
。
消
息
は
自
説
開
陳
の
絶
好
の
媒
体
と
し
て
、
あ
ま
た
の
評
論
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
節
、
『
徒
然
草
』
「
第

一
部
」
の
消
息
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二

　

遥
か
な
る
世
界
に
か
き
離
れ
て
、
幾
年
あ
ひ
見
ぬ
人
な
れ
ど
、
文
と
い
ふ
も
の
だ
に
見
つ
れ
ば
、
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る
心
地

し
て
、
な
か
な
か
、
う
ち
向
か
ひ
て
は
思
ふ
ほ
ど
も
続
け
や
ら
ぬ
心
の
色
も
あ
ら
は
し
、
言
は
ま
ほ
し
き
こ
と
を
も
こ
ま
ご
ま
と
書

き
尽
く
し
た
る
を
見
る
心
地
は
、
め
づ
ら
し
く
、
う
れ
し
く
、
あ
ひ
向
か
ひ
た
る
に
劣
り
て
や
は
あ
る
。

　

こ
れ
は
「
文
」
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
た
、
『
無
名
草
子
』
の
一
節
で
あ
る
。
確
か
に
「
文
」
す
な
わ
ち
消
息
は
、
「
言
は
ま
ほ
し
き

こ
と
」
を
「
書
き
尽
く
」
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
限
定
さ
れ
た
読
み
手
（
宛
先
）と
の
間
で
形
成
さ
れ
る
私
的
な
表
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現
空
間
と
い
う
設
定
、
「
た
だ
今
さ
し
向
か
ひ
た
る
」
と
い
う
設
定
が
、
個
人
的
な
意
見
の
開
陳
を
許
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
『
紫
式
部
日
記
』
「
消
息
文
」
は
、
「
女
性
た
ち
を
批
評
す
る
評
論
）
13
（

文
」
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る

　

宮
木
の
侍
従
こ
そ
、
い
と
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
な
り
し
人
。

　

和
泉
式
部
と
い
ふ
人
こ
そ
、
お
も
し
ろ
う
書
き
か
は
し
け
る
。

　

清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
は
べ
り
け
る
人
。

な
ど
と
い
っ
た
、
女
房
の
名
前
を
ま
ず
あ
げ
て
か
ら
な
さ
れ
る
女
房
評
の
存
在
が
、
「
消
息
文
」
の
性
格
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

こ
こ
に
も
「
こ
そ
」
と
い
う
係
助
詞
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
を
、
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
）
14
（

い
。

　

さ
ら
に
「
消
息
文
」
は
、
右
の
如
き
同
僚
女
房
に
つ
い
て
の
言
及
を
ま
と
め
た
一
節
と
し
て
、

　

か
う
い
ひ
い
ひ
て
、
心
ば
せ
ぞ
か
た
う
は
は
べ
る
か
し
。
そ
れ
も
、
と
り
ど
り
に
、
い
と
わ
ろ
き
も
な
し
。
ま
た
、
す
ぐ
れ
て
を

か
し
う
、
心
お
も
く
、
か
ど
ゆ
ゑ
も
、
よ
し
も
、
う
し
ろ
や
す
さ
も
、
み
な
具
す
る
こ
と
は
か
た
し
。
さ
ま
ざ
ま
、
い
づ
れ
を
か
と

る
べ
き
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
お
ほ
く
は
べ
る
。
さ
も
け
し
か
ら
ず
も
は
べ
る
こ
と
ど
も
か
な
。

　

様
よ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
、
す
こ
し
心
お
き
て
の
ど
か
に
、
お
ち
ゐ
ぬ
る
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
ゆ
ゑ
も
よ
し
も
、
を

か
し
く
心
や
す
け
れ
。

　

そ
れ
を
、
わ
れ
ま
さ
り
て
い
は
む
と
、
い
み
じ
き
言
の
葉
を
い
ひ
つ
げ
、
向
か
ひ
ゐ
て
け
し
き
あ
し
う
ま
も
り
か
は
す
と
、
さ
は
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あ
ら
ず
も
て
か
く
し
、
う
は
べ
は
な
だ
ら
か
な
る
と
の
け
ぢ
め
ぞ
、
心
の
ほ
ど
は
見
え
は
べ
る
か
）
15
（

し
。

な
ど
と
、
繰
り
返
し
て
人
（
女
房
）の
心
の
有
り
様
に
つ
い
て
の
批
評
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
16
（

る
。
「
か
う
い
ひ
い
ひ
て
、
心
ば
せ
ぞ
か

た
う
は
は
べ
る
か
し
」
な
ど
の
一
節
は
、
前
掲
、
頼
通
の
発
言
を
想
起
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
り
、
「
消
息
文
」
の
内
容
・
文
体
が
、
日
常

の
対
話
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
）
17
（

う
。

　
「
消
息
文
」
は
、
書
き
手
が
読
み
手
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
言
葉
を
続
け
る
、
日
常
の
対
話
と
近
し
い
性
格
を
有
し
て
い
た
。
無
論
両

者
の
近
似
性
は
、
前
掲
の
雨
夜
の
品
定
め
の
言
葉
と
の
近
似
性
も
含
め
て
、
紫
式
部
と
い
う
同
じ
書
き
手
の
関
心
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
の
は
確
か
で
あ
ろ
）
18
（

う
。
紫
式
部
自
身
の
関
心
が
強
く
働
い
た
か
ら
こ
そ
、
幾
つ
か
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
頼
通
の
発
言
の
中
か
ら
前
掲
の
も

の
の
み
が
選
び
取
ら
れ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
あ
の
場
面
全
体
を
、
物
語
的
な
虚
構
と
見
る
視
点
も

求
め
ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
『
毎
月
抄
』
や
阿
仏
尼
の
筆
に
な
る
『
夜
の
鶴
』
と
い
っ
た
歌
論
書

の
多
く
が
、
消
息
と
い
う
形
式
に
よ
る
こ
と
で
、
様
々
な
テ
ー
マ
に
対
す
る
書
き
手
の
意
見
披
瀝
を
試
み
て
い
た
。
『
夜
の
鶴
』
は
、
本

歌
取
り
の
方
法
↓
和
歌
に
お
け
る
不
易
流
行
↓
虚
実
の
問
題
↓
歴
代
勅
撰
集
の
特
）
19
（

色
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
テ
ー
マ
を
移
し
つ

つ
評
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
消
息
は
「
思
ひ
い
で
ら
れ
候
ふ
か
た
は
し
を
申
し
候
」（『
夜
の
鶴
』
序
文
）と
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
題
目

に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
筆
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
媒
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
消
息
と
い
う
媒
体
の
性
格
を
、
最
も
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
の
が
、
『
夜
の
鶴
』
と
同
じ
く
阿
仏
尼
に
よ
る
『
阿
仏
の

文
』
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
詳
細
は
本
篇
第
三
章
に
譲
る
が
、
同
テ
ク
ス
ト
は
娘
の
た
め
に
、
宮
仕
え
を
す
る
女
房
が
身
に
つ
け
て
お
く

べ
き
様
々
な
心
構
え
に
つ
い
て
、
書
道
↓
絵
画
↓
和
歌
↓
伶
楽
↓
人
付
き
合
い
と
い
う
ふ
う
に
順
に
あ
げ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個

別
に
論
じ
る
構
造
を
有
し
て
い
た
。
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御
手
な
ど
か
ま
へ
て
か
ま
へ
て
う
つ
く
し
く
か
か
せ
給
ひ
候
へ
。

　

又
絵
は
わ
ざ
と
た
て
た
る
御
能
ま
で
こ
そ
候
は
ず
と
も
、
人
の
か
た
ち
な
ど
う
つ
く
し
く
か
き
な
ら
ひ
て
、
物
語
絵
な
ど
詞
め
づ

ら
し
く
作
り
出
で
て
も
た
せ
お
は
し
ま
し
候
へ
。

な
ど
と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。
『
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
が
、
人
と
し
て
の
理
想
（
第
一
段
）
↓
為
政
者
（
第
二
段
）
↓
色
好
み
（
第
三
段
）
↓

後
世
（
第
四
段
）
↓
遁
世
（
第
五
段
）
↓
子
孫
（
第
六
段
）
↓
無
常
（
第
七
段
）
↓
色
欲
（
第
八
段
）
↓
女
（
第
九
段
）
↓
家
（
第
一
〇
段
）
、
ま

た
書
物
（
第
一
三
段
）
↓
和
歌
（
第
一
四
段
）
↓
旅
（
第
一
五
段
）
↓
音
楽
（
第
一
六
段
）
↓
仏
道
（
第
一
七
段
）
↓
富
（
第
一
八
段
）
↓
四
季

（
第
一
九
段
）
↓
遁
世
（
第
二
〇
段
）
↓
雪
月
花
（
第
二
一
段
）
↓
古
き
世
（
第
二
二
段
）
↓
宮
中
（
第
二
三
段
）
↓
斎
宮
（
第
二
四
段
）な
ど
と

い
っ
た
具
合
）
20
（

に
、
個
別
の
項
目
を
あ
げ
て
は
そ
れ
を
論
評
し
て
い
く
こ
と
と
、
『
阿
仏
の
文
』
は
極
め
て
近
し
い
。

　

し
か
も
『
毎
月
抄
』
や
『
夜
の
鶴
』
な
ど
と
は
異
な
り
、
『
阿
仏
の
文
』
の
テ
ー
マ
は
特
定
の
芸
道
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
例

え
ば
『
夜
の
鶴
』
は
、
阿
仏
尼
が
と
あ
る
貴
顕
に
「
歌
よ
む
や
う
教
へ
よ
」
と
頼
ま
れ
た
た
め
に
、
詠
歌
に
関
す
る
幾
つ
か
の
覚
書
に
つ

い
て
、
消
息
体
で
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
設
定
自
体
に
も
虚
構
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
消
息
設
定

仮
構
の
文
学
史
な
る
も
の
を
構
想
し
て
み
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
が
、
今
は
お
こ
う
。

　

対
し
て
『
阿
仏
の
文
』
は
、
少
な
く
と
も
和
歌
と
い
う
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
み
に
筆
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
点
、
『
徒
然
草
』
と

近
似
す
る
。
兼
好
が
、
当
時
著
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
徒
然
草
』
に
お
い
て
和
歌
に
言
及
す
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と

も
、
ゆ
え
に
さ
し
て
不
審
な
こ
と
で
は
な
い
。
和
歌
は
論
ず
べ
き
テ
ー
マ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
女
房
と
し
て
の
理
想
を
説
く
『
阿

仏
の
文
』
と
、
人
と
し
て
の
理
想
を
説
く
『
徒
然
草
』
「
第
一
部
」
は
、
ど
ち
ら
も
特
定
の
分
野
に
収
斂
し
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
評
論

文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。




